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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。 

 
 

 
教
育
現
場
で
も
デ
ー
タ
を
集
め
て
分
析
す
る
た
め
に
は
Ｉ
Ｔ
機
器
と
一
体
に
な
っ
た
情
報
処
理
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
文
書
作
成
や
統
計
解

析
の
基
本
ソ
フ
ト
を
操
れ
な
い
と
、
通
常
の
業
務
が
遂
行

ア

し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
技
術
と
い
う
脇
役
で
あ
っ
た
「
手
段
」
が

主
役
と
な
り
、
教
育
と
い
う
「
目
的
」
と
の
関
係
に
倒
錯

Ａ

が
起
こ
る
。
手
段
を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
目
的
が
ま
す
ま
す
達
成
し
に
く
く
な
っ
て
く
る

の
だ
。
か
く
て
Ｉ
Ｔ
技
術
に
通
暁

イ

す
る
者
が
重
き
を
な
す
よ
う
な
ケ
ー
ス
さ
え
出
て
き
た
。
小
規
模
で
も
多
く
の
組
織
で
、
「
技
術
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

Ｂ

」

が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
「
手
段
」
に
つ
い
て
の
合
理
的
思
考
に
ミ
ガ
き

ウ

を
か
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
何
が
重
要

で
何
が
重
要
で
な
い
か
の
判
断
力
を
ニ
ブ
ら
せ
る

エ

。
教
育
と
い
う
も
の
に
、
物
事
の
重
要
性
の
優
先
順
位
を
伝
え
る
と
い
う
点
で
、
教
え
る
側
の

「
権
威
」
と
い
う
も
の
が
不
可
欠
な
こ
と
を
思
う
と
、
こ
う
し
た
技
術
の
優
位
性
を
、
知
性
の
理
性
（
技
術
の
論
理
）
へ
の
屈
服

Ｃ

と
捉
え
る
の
は

大
袈
裟

お

お

げ

さ

で
あ
ろ
う
か
。 

 

そ
も
そ
も
自
然
科
学
的
方
法

オ

だ
け
で
は
、
考
え
て
い
る
問
題
の
意
味
や
重
要
性
を
評
価
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
人
間
」
や
「
社
会
」
、
あ

る
い
は
「
世
界
」
と
い
っ
た
思し

惟い

の
対
象
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
が
制
約
・
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
科
学
・
技
術
の
方
法
は
一

元
論
的
思
考
と
結
び
つ
き
や
す
く
な
る
。
自
然
科
学
の
方
法
に
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
な
大
前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
真
正
な
問
い
に

は
、
ひ
と
つ
の
、
た
だ
ひ
と
つ
の
答
え
が
あ
り
、
他
の
答
え
は
す
べ
て
誤
謬

ご
び
ゅ
う

で
あ
る
。
も
し
答
え
が
い
く
つ
も
あ
る
な
ら
、
そ
の
問
い
自
体
が
真

正
で
は
な
い
。
そ
し
て
正
し
い
答
え
を
獲
得
す
る
方
法
は
合
理
的
（
無
矛
盾
的
）
で
あ
り
、
正
し
い
答
え
が
妥
当
す
る
範
囲
は
普
遍
的
、
永
久
的
、

そ
し
て
フ
エ
キ

カ

で
あ
る
と
い
う
信
念
だ
。
こ
の
信
念
と
姿
勢
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
「
世
界
」
は
合
理
的
に
記
述
可
能
な
「
単
一
の
シ
ス
テ
ム
」
と

し
て
モ
デ
ル
化
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

一
八
世
紀
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
科
学
（
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
）
が
大
勝
利
を
収
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
正
し
い
方
法
さ
え
発

見
さ
れ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
の
外
的
・
内
的
世
界
双
方
の
真
理
は
す
べ
て
解
明
さ
れ
る
と
楽
天
的
に

Ｄ

信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

分
野
に
よ
っ
て
方
法
論
に
差
が
あ
る
も
の
の
、
人
類
が
長
い
間
抱
き
続
け
て
き
た
問
い
に
は
、
「
必
ず
答
え
が
出
せ
る
」
と
い
う
信
念
に
大
差
は

な
か
っ
た
。
こ
の
合
理
主
義
的
思
考
に
基
づ
く
一
元
論
の
浸
透
こ
そ
、
「
何
が
価
値
を
持
つ
の
か
」
そ
し
て
「
複
数
の
価
値
の
間
の
関
係
」
を
伝
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え
ね
ば
な
ら
な
い
研
究
と
教
育
の
場
に
合
理
主
義
偏
重

キ

の
「
ゆ
が
み
」
を
も
た
ら
し
た
。
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
は
い
ず
れ
必
ず
「
わ
か
る
よ
う

に
な
る
」
と
い
う
確
信
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
正
し
い
」
問
い
に
は
「
正
し
い
」
答
え
が
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
正
し
い
答
え
が
ひ
と
つ

だ
け
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
、
自
然
科
学
的
探
究
の
み
な
ら
ず
、
人
間
精
神
を
対
象
と
す
る
科
学
に
も
ガ
イ
ト
ウ

ク

す
る
と
い
う
姿
勢
を
生
ん
で
き

た
。
た
と
え
い
ま
わ
か
ら
な
く
て
も
、
い
つ
か
は
正
し
い
解
が
必
ず
明
ら
か
に
な
る
、
と
信
じ
る
姿
勢
を
、
「
当
然
」
と
み
な
す
者
が
現
代
で
は

大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
改
め
て
反
省
す
る
と
、
こ
れ
は
か
な
り
強
い
前
提
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
る
に
お
そ
ら
く
学
問
の
世
界

で
も
、
「
世
論
」
か
ら
完
全
に
自
由
で
、
そ
れ
自
体
い
か
な
る
価
値
判
断
か
ら
も
独
立
し
た
問
い
と
「
正
し
い
」
答
え
が
得
ら
れ
る
の
は
、
公
衆

か
ら
の
評
価
に
無
関
係
な
高
等
数
学
く
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
、
こ
の
「
正
し
い
答
え
」
と
い
う
発
想

ケ

は
、
い
つ
し
か
歴
史
の
発
展
の
正
し
い
諸
法
則
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
ま
で
浸
透
し
て

い
く
。
人
々
の
考
え
や
、
意
見
、
あ
る
い
は
理
論
が
い
か
に
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
ひ
と
つ
だ
け
正
し
い
答
え
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
実
際
の
歴
史
は
そ
の
正
し
い
答
え
に
沿
っ
て
展
開
す
る
は
ず
だ
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
問
い
に
は
、
つ
ね
に
必
ず
「
正

し
い
答
え
」
が
あ
る
と
み
な
す
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
前
提
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
も
そ
も
人
間
の
生
活
の
歴
史
を
理
解
す
る
の
に
、
自
然
科
学
の
手
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
で
事
足
り
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
行
動

と
そ
の
動
機
、
恐
怖
、
希
望
、
野
心
、
愛
と
憎
し
み
と
い
っ
た
感
情
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
か
な
る
時
代
、
い
か
な
る

場
所
に
も
共
通
のhum

an nature

が
あ
る
と
し
て
も
、
文
化
的
な
経
験
は
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
。
異
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
固
有
の

文
化
的
経
験
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
い
が
必
ず
立
ち
現
れ
る
。
こ
う
し
た
問
い
を
、
教
育
の
場
で
、
ど
の
よ
う

に
伝
え
、
議
論
し
、
ど
の
よ
う
に
固
有
の
価
値
を
与
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
決
し
て
、
い
か
な
る
物
事
に
も
「
相
対
的
価
値
」
し
か
認
め
な

い
と
い
う
立
場
で
は
な
い
。
科
学
的
真
理
、
技
術
的
知
識
も
い
く
つ
か
の
価
値
理
念
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
、
他
の
価
値
理
念
と

優
劣
の
た
め
に
比
較
考
量
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
全
体
と
し
て
「
善
き
も
の

Ｅ

」
に
奉
仕
す
る
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ば
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

哲
学
の
復
活
と
い
う
形
を
と
っ
た
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
こ
そ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
の
起
源
な
の
だ
か
ら
、
い
か
な
る
知
識
が
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伝
達
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
に
知
識
へ
の
欲
求
が
カ
ン
キ

コ

さ
れ
て
き
た
の
か
が
重
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

専
門
家
集
団
の
層
が
薄
い
代
わ
り
に
、
経
験
豊
か
な
高
齢
の
学
校
秀
才
た
ち
が
政
策
決
定
機
構
の
中
枢

サ

に
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
日

本
の
統
治
構
造
の
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
っ
た
。
大
学
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
欧
米
に
比
べ
る
と
老
人
支
配
の
国
だ
と
言
わ
れ
る
日
本
で
は
、
な

ぜ
人
材
配
置
の
「
若
返
り
」
が
難
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
日
本
の
教
育
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
仮
説
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
日
本
で
「
若
返
り
」
が
難
し
い
の
は
、
老
人
が
要
職

Ｆ

に
居
座
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
若
い
者
に
任
せ
て
お

け
な
い
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
教
育
内
容
の
差
、
と
く
に
日
本
と
欧
米
の
古
典
教
育
の
差
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。 

 

こ
の
一
見
「
論
理
の
飛
躍

Ｇ

」
と
も
思
え
る
仮
説
の
背
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
推
論

Ｈ

が
あ
る
。
日
本
で
は
古
典
教
育
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
か

ら
、
若
者
の
判
断
力
が
十
分
鍛
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
力
の
涵
養

か
ん
よ
う

は
主
と
し
て
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
年
齢
の
も
た
ら
す
知
恵
と
経
験
に
頼
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
米
国
は
、
い
ま
だ
主
要
大
学
の
学
部
教
育
に
お
い
て
は

リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
伝
統
が
根
強
い
。
政
治
思
想
史
な
ら
プ
ラ
ト
ン
を
読
み
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
そ
の
も
の
を
論
ず
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
マ
キ
ア

ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
解
説
本
」
で
お
茶
を
濁
す

Ｉ

と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
環
境
、
人
権
、
性
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
カ
レ
ン
ト
な
テ
ー
マ
だ

け
で
学
生
の
歓
心
を
買
お
う

Ｊ

と
も
し
な
い
。
古
典
教
育
に
よ
っ
て
判
断
力
の
鍛
錬

シ

が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
社
会
で
は
、

書
か
れ
た
人
類
の
知
恵
を
利
用
で
き
る
か
ら
、
老
人
の
知
恵
に
頼
る
必
要
度
は
低
く
な
る
。
い
か
な
る
社
会
も
「
老
人
の
知
恵
」
か
「
古
典
の
知

恵
」
か
、
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
現
代
の
日
本
社
会
は
「
老
人
の
知
恵
」
を
、
米
国
社
会
は
「
古
典
の
知
恵
」
を
、
と

い
う
図
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
は
少
し
強
引
な
図
式
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
教
育
と
い
う
も
の
に
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
質
的
源
泉
が
ど
こ
か
は
、
社
会
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
老
人
に
支
配
を
委
ね

ス

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
日
本
の
教
育
体
制
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
単

に
老
人
支
配
を
批
判
し
て
済
む
話
で
は
な
く
な
る
。
高
齢
化
と
古
典
教
育
の
衰
退
が
、
何
か
に
つ
け
老
人
に
頼
る
風
土
を
生
む
と
い
う
点
は
検
討

を
要
す
る
。 

 

近
年
、
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
古
典
教
育
の
欠
落
を
問
題
視
し
、
「
古
典
を
読
も
う
」
と
い
う
運
動
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
で
古
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典
を
読
む
人
々
か
ら
、
筆
者
も
読
書
会
へ
の
誘
い
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
社
会
人
の
研
修
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
り
、
学
生
の
勉
強
会
で
あ
っ
た

り
す
る
。
自
分
が
強
い
関
心
を
持
っ
て
接
し
て
き
た
本
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
会
に
は
喜
ん
で
参
加
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
折
に
、
時
と

し
て
議
論
に
な
る
の
が
「
な
ぜ
古
典
を
読
む
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。 

 

答
え
は
、
明
ら
か
な
よ
う
で
い
て
、
筋
道
を
立
て
て
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
今
道
友
信
著
『
ダ
ン
テ
「
神
曲
」
講
義
』
の
冒
頭
に
、
「
古
典

に
学
ぶ
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
見
事
な
説
明
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 

 

「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ク
ラ
シ
ク
ス
（classicus

）
に
由
来
す
る
が
、
最
初
か
ら
「
古
典
的
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ラ
シ
ク
ス
は
、
「
艦
隊
」
を
意
味
す
る
ク
ラ
シ
ス
（classis

）
と
い
う
名
詞
の
派
生
語
だ
と
い
う
。
ク
ラ
シ
ク
ス
は
、
国

家
の
危
機
に
際
し
て
、
「
艦
隊
」
を
寄
付
で
き
る
よ
う
な
フ
ユ
ウ

セ

な
人
々
を
指
す
形
容
詞
で
あ
っ
た
（
ロ
ー
マ
で
は
、
軍
艦
は
税
金
で
は
造
ら
ず
、

寄
付
を
募
っ
て
建
造
し
た
）
。
人
間
は
私
生
活
に
お
い
て
も
公
的
生
活
に
お
い
て
も
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
危
機
に
際
し

て
、
精
神
の
力
を
与
え
る
書
物
や
作
品
の
こ
と
を
ク
ラ
シ
ク
ス
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。 

 

こ
の
例
と
し
て
伊
藤
博
文
の
古
典
教
養
を
考
え
る
と
面
白
い
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
伊
藤
の
政
治
的
力
量
は
同
世
代
の
中
で
群
を
抜
い
て
い

た
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
と
も
す
れ
ば
彼
を
足
軽
上
が
り
の
無
教
養
者
、
古
典
教
養
の
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
政
治
家
の
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
伊
藤
が
日
露
開
戦
の
御
前
会
議
の
後
に
漢
詩
を
創
っ
て
、
金
子
堅
太
郎
に
与
え
て
自
分
の
真
意
を
伝
え
、
そ
れ
に
金
子
が
即
座
に
漢

詩
で
応
じ
た
場
面
な
ど
は
、
ま
さ
に
国
家
存
亡
の
一
大
事
に
お
け
る
古
典
教
養
の
果
た
し
た
優
雅
な
役
割

Ｋ

を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

古
典
を
読
む
の
は
薬
を
飲
む
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
し
て
古
典
は
、
現
代
医
学
が
用
い
る
即
効
性
あ
る
薬
剤
な
の
か
、
そ
れ
と

も
徐
々
に
ゆ
っ
く
り
と
効
き
目
を
示
す
漢
方
薬
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
「
論
争
」
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
喩た

と

え
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に

病
に
侵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
人
間
は
、
そ
の
不
健
康
さ
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に
「
古
典
」
と
い
う
薬
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
か
薬
物
依
存
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
不
健
康
さ
を
診
断
さ
れ
た
よ
う
な
少
し
憂
鬱
な
気
分

に
な
る
。 

 

筆
者
は
む
し
ろ
、
書
物
は
一
般
に
精
神
の
食
べ
物
だ
と
考
え
る
。
主
食
・
副
食
・
デ
ザ
ー
ト
・
お
酒
な
ど
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
の
食
べ
物
を
口

に
し
て
い
る
。
書
物
も
、
気
軽
に
読
む
も
の
、
時
間
を
か
け
て
読
む
も
の
、
毎
日
目
を
通
す
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
の
中
で
古
典
は
、
筆
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者
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
栄
養
豊
か
な
ど
っ
し
り
し
た
食
べ
物
の
よ
う
な
も
の
に
思
え
る
。
口
に
や
さ
し
い
甘
さ
は
な
い
。
調
理
の
要
ら
な
い

ソ

イ
ン

ス
タ
ン
ト
食
品
で
も
な
い
。
急
い
で
飛
び
込
め
ば
、
す
ぐ
差
し
出
さ
れ
る
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
の
よ
う
な
便
利
さ
も
な
い
。
し
か
し
栄
養
豊
か
な
食

物
を
わ
れ
わ
れ
は
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
。 

 

人
間
の
精
神
と
肉
体
に
と
っ
て
栄
養
は
大
事
だ
。
そ
し
て
そ
の
栄
養
を
、
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
い
な
が
ら
摂
取

Ｌ

す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
。
素

材
そ
の
も
の
の
美
味
さ
を
十
二
分
に
生
か
し
て
、
し
か
し
時
に
は
自
分
流
に
工
夫
し
な
が
ら
賞
味
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
心
と
身
体
に
と
っ
て
よ
い

こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
料
理
読
本
の
よ
う
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、そ
れ
ほ
ど
書
物
と
食
べ
物
は
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

日
本
の
本
屋
に
は
た
く
さ
ん
の
「
解
説
本
」
が
並
ん
で
い
る
。
古
典
の
「
解
説
本
」
だ
け
を
読
ん
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
古
典
そ
の
も
の

と
格
闘
し
な
が
ら
先
人
の
叡
智

え

い

ち

に
取
り
組
み
、
そ
こ
か
ら
栄
養
を
摂
取
す
る
こ
と
が
精
神
に
と
っ
て
大
事
な
の
だ
。
「
解
説
本
」
は
、
読
者
に
原

典
を
読
ん
だ
と
い
う
錯
覚
を
与
え
て
し
ま
う
。
『
徒
然
草
』

Ｍ

の
話
で
は
な
い
が
、
石
清
水
を
参
拝
に
行
っ
て
、
山
の
上
ま
で
は
至
ら
ず
極
楽
寺
・

高
良
神
社
辺
り
で
、
「
石
清
水
と
は
こ
の
程
度
の
も
の
か
」
と
思
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
古
典
は
そ
の
も
の
を
読
ん
だ
ほ
う
が
よ

い
。
そ
し
て
古
典
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
か
根
本
的
な
精
神
力
と
体
力
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
。 

 

以
上
、
筆
者
が
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
「
古
典
と
格
闘
し
な
が
ら
先
人
の
偉
大
な
知
恵
を
摂
取
し
、
理
念
を
持
ち
、
か
つ
外
国
と
も
太
刀
打
ち

で
き
る
よ
う
な
優
れ
た
専
門
家
層
を
育
て
上
げ
る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
姿
勢
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は

合
理
的
な
機
械
で
は
な
く
、
憧
れ
を
持
っ
て
初
め
て
「
善
く
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
生
の
ぶ
つ
理
想
論

Ｎ

の
よ
う
に
感
じ

る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
が
単
な
る
書
生
の
議
論
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る

タ

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
猪
木
武
徳
「
産
業
社
会
に
お
け
る
人
文
学
」
よ
り
） 

  

問
一 

 
 

「
倒
錯

Ａ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 

矛
盾 

 

２ 

背
反 

 

３ 

逆
転 

 

４ 

変
質 

 

５ 

破
綻 

 

６ 
混
乱 

1
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問
二 

 
 

「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

Ｂ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

介
入
権 

 

２ 

生
存
権 

 

３ 

占
有
権 

 

４ 

主
導
権 

 

５ 

既
得
権 

 

６ 

監
督
権 

 

 

問
三 

 
 

「
屈
服

Ｃ

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
「
服
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 
一
服 

 

２ 

服
用 

 

３ 

服
務 

 

４ 

服
飾 
 

５ 

被
服 

 

６ 

着
服 

 

問
四 

 
 

「
楽
天
的
に

Ｄ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

健
気
に 

 
２ 
陽
気
に 

 

３ 

明
ら
か
に 

 

４ 

に
わ
か
に 

 

５ 

の
ん
き
に 

 

６ 

な
ご
や
か
に 

 

問
五 

 
 

「
善
き
も
の

Ｅ

」
と
あ
る
が
、
「
善
」
を
用
い
た
四
字
の
熟
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 

い
ち
に
ん
と
う
ぜ
ん 

 
２ 
か
ん
ぜ
ん
ち
ょ
う
あ
く 

 

３ 

か
ん
ぜ
ん
む
け
つ 

 

４ 

く
う
ぜ
ん
ぜ
つ
ご 

 
 

５ 
ぜ
ん
に
ゅ
う
か
き
ょ
う 

 

６ 

た
い
ぜ
ん
じ
じ
ゃ
く 

 

問
六 

 
 

「
要
職

Ｆ

」
と
同
じ
意
味
の
語
句
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 

公
職 

 

２ 

天
職 

 

３ 

役
職 

 

４ 

官
職 

 

５ 

重
職 

 

６ 

聖
職 

 

問
七 
 
 

「
論
理
の
飛
躍

Ｇ

」
を
示
す
こ
と
わ
ざ
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

海
老
で
鯛
を
釣
る 

 
 
 
 

２ 

と
ら
ぬ

狸
た
ぬ
き

の
皮
算
用 

 
 
 
 

３ 

雀
百
ま
で
踊
り
忘
れ
ず 

 

４ 

犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る 

 

５ 

風
が
吹
け
ば
桶
屋

お

け

や

が
儲
か
る 

  
６ 
柳
の
下
に
い
つ
も
ど
じ
ょ
う
は
い
な
い 

 

6

7

5

2

3

4
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問
八 

 
 

「
推
論

Ｈ

」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 

目
算 

 

２ 

直
観 

 

３ 

独
断 

 

４ 

帰
納 

 

５ 

結
論 

 

６ 

想
像 

 
問
九 

 
 

「
お
茶
を
濁
す

Ｉ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

横
着
す
る 

 
 
 

２ 

言
い
訳
を
す
る 

 
 
 

３ 

関
心
を
そ
ら
す 

 
４ 
台
無
し
に
す
る 

 

５ 

そ
の
場
を
取
り
繕
う 
 

６ 

分
か
り
や
す
く
す
る 

 

問
十 

 
 

「
歓
心
を
買
お
う

Ｊ

」
と
あ
る
が
、
「
歓
心
を
買
う
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

同
意
す
る 

 
２ 

注
目
さ
れ
る 
 

３ 

満
足
す
る 

 

４ 

歓
迎
さ
れ
る    

５ 

機
嫌
を
取
る 

 

６ 

興
味
を
引
く 

 

問
十
一 

 

「
古
典
教
養
の
果
た
し
た
優
雅
な
役
割

Ｋ

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
用
法
で
「
の
」
を
用
い
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

母
の
好
き
な
花
を
贈
る 

 
２ 
私
が
欲
し
か
っ
た
の
は
こ
れ
だ 

 

３ 

社
会
人
の
研
修
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た 

４ 

わ
が
国
の
未
来
を
憂
う 

 

５ 
行
っ
た
も
の
の
会
え
な
か
っ
た    

６ 

素
材
そ
の
も
の
の
美
味
し
さ
を
活
か
す 

 

問
十
二 

 

「
摂
取

Ｌ

」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 
 

１ 

出
生 

 

２ 

出
来 

 

３ 

出
荷 

 

４ 

放
出 

 

５ 

流
出 

 

６ 

排
出 

 

問
十
三 

 

『
徒
然
草
』

Ｍ

の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
誰
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

１ 

紀
貫
之 

 

２ 

鴨
長
明 

 

３ 

在
原
業
平 

 

４ 

兼
好
法
師 

 

５ 

菅
原
道
真 

 

６ 

清
少
納
言 

 

問
十
四 

 

「
書
生
の
ぶ
つ
理
想
論

Ｎ

」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
ぶ
つ
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

14 11

12

13

8

9

10
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１ 

一
席
ぶ
つ 

 

２ 

石
を
ぶ
つ 

 

３ 

畑
を
ぶ
つ 

 

４ 

膝
を
ぶ
つ 

 

５ 

博
打
を
ぶ
つ 

 

６ 

魚
の
ぶ
つ
切
り 

 
問
十
五 

 

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
べ
。 

 
 
 
 
 

  

１ 

合
理
的
思
考
は
、
物
事
の
重
要
性
の
優
先
順
位
を
わ
た
し
た
ち
に
伝
え
る
。 

２ 

合
理
的
思
考
は
、
公
衆
か
ら
の
評
価
に
無
関
係
な
、
正
し
い
答
え
を
提
供
す
る
。 

３ 
合
理
的
思
考
は
、
「
世
界
」
を
「
単
一
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
モ
デ
ル
化
で
き
る
と
み
な
す
。 

４ 
米
国
の
主
要
大
学
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
伝
統
に
も
と
づ
い
て
古
典
教
育
を
重
視
し
て
い
る
。 

５ 

米
国
の
主
要
大
学
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
伝
統
に
も
と
づ
い
て
教
え
る
側
の
権
威
を
重
視
し
て
い
る
。 

６ 

米
国
の
主
要
大
学
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
伝
統
に
も
と
づ
い
て
自
然
科
学
的
方
法
を
批
判
的
に
と
ら
え
て
い
る
。 

 

問
十
六 

 

「
遂
行

ア

」
・
「
通
暁

イ

」
・
「
偏
重

キ

」
・
「
中
枢

サ

」
・
「
鍛
錬

シ

」
・
「
委
ね

ス

」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
し
る
せ
。 

 

問
十
七 

 

「
ミ
ガ
き

ウ

」
・
「
ニ
ブ
ら
せ
る

エ

」
・
「
フ
エ
キ

カ

」
・
「
ガ
イ
ト
ウ

ク

」
・
「
カ
ン
キ

コ

」
・
「
フ
ユ
ウ

セ

」
を
漢
字
で
し
る
せ
。 

 

問
十
八 

 

「
「
正
し
い
答
え
」
と
い
う
発
想

ケ

」
と
あ
る
が
、
こ
の
発
想
は
何
を
も
た
ら
す
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
部

分
を
文
中
よ
り
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
し
る
せ
。
（
十
七
字
） 

 

問
十
九 

 

「
調
理
の
要
ら
な
い
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品

ソ

」
は
何
を
た
と
え
た
も
の
か
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
部
分
を
文
中
よ
り
そ
の
ま
ま
抜
き
出

し
て
し
る
せ
。
（
八
字
） 

 

問
二
十 

 

「
自
然
科
学
的
方
法

オ

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
人
間
精
神
を
対
象
と
す
る
科
学
で
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
る
べ
き
だ
と
筆
者

18

19

17

16

15
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24 造形問題用紙_最終稿

9

は
考
え
て
い
る
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明
せ
よ
。
（
六
十
字
以
内
）

問
二
十
一

「
こ
れ
が
単
な
る
書
生
の
議
論
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る

タ

」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明

せ
よ
。
（
六
十
字
以
内
）

21

20
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問 解答 解答
問⼀ ③ ア すいこう
問⼆ ④ イ つうぎょう
問三 ③ キ へんちょう
問四 ⑤ サ ちゅうすう
問五 ② シ たんれん
問六 ⑤ ス ゆだ
問七 ⑤ ウ 磨
問⼋ ② エ 鈍
問九 ⑤ カ 不易
問⼗ ⑤ ク 該当
問⼗⼀ ① コ 喚起
問⼗⼆ ⑥ セ  富裕
問⼗三 ④ 合理主義的思考に基づく⼀元論の浸透
問⼗四 ① 古典の「解説本」

現実に⽇本における古典教育の⽋落
が、合理主義偏重や若者の判断⼒の低
下を招き、⽼⼈⽀配の構造を強めかね
ないということ。

異なる⽂化的経験に固有の価値を認
め、それぞれが「善きもの」に奉仕す
る価値のひとつであることを学ぼうと
する⽴場。

④

国  語

問

 問⼗六

 問⼗七

問⼆⼗⼀

問⼗⼋
問⼗九

問⼗五 ③ 問⼆⼗
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